
紹
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角
山
栄
・
川
北
稔
編

『
路
地
裏
の
大
英
帝
圏
ー
イ
ギ
リ
ス

都
市
生
活
史
』

　
こ
の
著
作
は
工
業
化
が
進
展
す
る
一
八
、
一
九

世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
の
「
生
活
甜
砿
会
史
」
に
つ
い
て
、

一
九
七
七
年
以
来
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
共
同
研

究
の
最
初
の
成
果
で
あ
る
。
川
北
稔
氏
の
「
あ
と

が
き
」
に
よ
る
と
、
こ
れ
ま
で
「
農
村
を
中
心
と
し

た
生
産
の
歴
史
と
し
て
警
か
れ
が
ち
で
あ
っ
た
」

（
傍
点
i
原
文
）
イ
ギ
リ
ス
史
を
消
費
の
面
か
ら

と
ら
え
な
お
し
、
同
時
に
対
象
を
変
貌
す
る
都
市

に
選
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
薪
生
面
を
切
り
拓
こ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
人
々
の
具
体
的
な
生
活
の
あ
り
方
一
「
何
を
食

べ
、
何
塘
身
に
つ
け
、
何
を
考
え
て
き
た
の
か
偏

（「

?
と
が
き
」
）
一
へ
の
関
心
は
、
最
近
の
社
会

史
、
生
活
史
ブ
ー
ム
を
支
え
る
主
要
な
動
機
で
あ

ろ
う
が
、
日
本
に
お
け
る
西
洋
史
研
究
の
中
で
も

最
も
蓄
積
の
豊
か
な
分
野
と
思
わ
れ
る
産
業
革
命

期
の
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
も
案
外
こ
う
し
た
素
朴

な
疑
問
に
十
分
答
え
ち
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
。

『
路
地
裏
の
大
英
帝
国
』
と
い
う
題
名
の
中
に
は
、

今
ま
で
の
イ
ギ
ジ
ス
史
研
究
へ
の
批
判
と
「
路
地

裏
」
を
見
据
え
る
こ
と
で
大
英
帝
国
の
像
を
新
た

に
書
き
癒
そ
う
と
す
る
意
欲
が
こ
め
ら
れ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。

．
全
体
は
九
章
に
分
れ
て
お
り
、
都
市
文
化
、
家

庭
と
消
費
生
活
隅
庶
民
の
食
べ
物
、
伝
染
病
、
友

愛
協
会
、
家
事
使
用
人
、
都
市
環
境
、
レ
ジ
ャ
ー
、

パ
ブ
と
飲
酒
、
と
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
む
。
九
つ
の

章
を
通
じ
て
、
農
村
共
同
体
が
崩
壊
す
る
申
で
、

共
伺
体
が
そ
れ
ま
で
供
給
し
て
き
た
サ
ー
ビ
ス
が

「
福
祉
国
家
」
的
な
諸
制
度
が
整
う
ま
で
の
間
、

ど
の
よ
う
に
確
保
さ
れ
て
き
た
か
が
繰
り
返
し
問

わ
れ
、
そ
の
際
重
要
と
な
る
家
族
の
役
割
…
の
変
化

や
ア
メ
ニ
テ
ィ
の
問
題
な
ど
が
多
様
な
角
度
で
照

し
出
さ
れ
る
。
短
く
て
、
平
滝
な
セ
ン
テ
ン
ス
と

と
も
に
、
読
む
に
し
た
が
っ
て
イ
ギ
リ
ス
の
当
時

の
民
衆
の
生
活
が
リ
ア
ル
に
わ
か
り
、
都
市
民
の

患
吹
き
が
自
然
と
伝
わ
っ
て
く
る
し
く
み
に
な
っ

て
い
る
。

　
全
体
の
総
説
に
あ
た
る
の
は
、
第
一
章
「
都
市

文
化
の
誕
生
」
　
（
川
北
稔
氏
）
で
、
中
世
末
以
来
、

と
く
に
商
業
革
命
以
後
か
ら
一
八
謹
製
末
ま
で
の

都
市
文
化
の
変
遷
が
、
大
英
帝
国
の
建
設
の
歴
史

を
背
景
に
し
て
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
第

二
章
「
家
庭
と
消
費
生
活
」
（
角
山
溝
口
）
は
、

生
産
の
場
か
ら
消
費
の
場
へ
移
っ
て
い
く
家
庭
に

焦
点
を
あ
て
て
お
り
、
こ
の
二
つ
の
章
で
、
都
市

文
化
と
消
費
と
い
う
本
書
の
二
つ
の
基
本
視
角
は

お
さ
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
あ
と
各
章
の
内
容
上
の
細
か
い
紹
介
は
未
来
の

読
老
の
楽
し
み
を
奪
う
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
ま

た
フ
ラ
ン
ス
一
九
世
紀
史
が
専
門
の
門
外
漢
の
紹

介
者
が
適
切
に
な
し
得
る
所
で
も
な
い
の
で
、
い

く
つ
か
感
想
め
い
た
こ
と
を
書
い
て
紹
介
と
し
た

い
。

　
ま
ず
近
代
史
を
研
究
す
る
者
と
し
て
非
常
に
参

考
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
一
八
・
一
九
世
紀
が
現

代
の
我
々
の
生
活
の
ひ
な
型
を
作
っ
た
と
い
う
こ

と
が
具
体
的
な
形
で
示
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

家
事
の
記
事
が
満
載
さ
れ
て
い
る
婦
人
雑
誌
の
発

行
・
食
晶
公
害
・
保
険
金
殺
人
・
遊
覧
列
車
に
す

し
づ
め
に
さ
れ
て
海
水
浴
場
へ
向
う
家
族
つ
れ
、

等
々
。
い
っ
た
い
、
い
つ
の
時
代
の
ど
こ
の
国
の

話
か
と
問
い
た
く
な
る
。
し
か
も
第
二
章
で
、
男

女
の
役
割
分
担
の
社
会
的
認
識
が
一
般
に
受
容
さ

れ
る
の
が
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
魚
期
で
あ
り
、
家
事
は

主
義
の
仕
事
と
す
る
の
が
中
産
階
級
の
家
庭
観
で

あ
る
こ
と
を
知
る
時
、
通
常
「
封
建
的
だ
」
と
雷

わ
れ
て
い
る
こ
と
も
含
め
て
、
い
か
に
我
々
の
社

164 （786）



介紹

会
費
濡
が
深
く
工
業
化
に
規
定
さ
れ
て
い
る
か
を

痛
感
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
二
点
目
に
、
富
を
地
位
に
か
え
る
た
め
の
消
費
、

あ
る
い
は
「
街
示
的
消
費
」
と
い
う
社
会
現
象
で

あ
る
。
公
園
を
は
じ
め
と
す
る
ア
メ
ニ
テ
ィ
の
整

備
が
ジ
ェ
ン
ト
リ
、
後
に
は
産
業
資
本
家
に
よ
る

地
位
の
あ
か
し
で
あ
れ
ば
、
ミ
ド
ル
・
ク
ラ
ス
が

家
事
使
用
人
を
雇
う
こ
と
も
ス
テ
イ
タ
ス
・
シ
ン

ボ
ル
を
得
る
た
め
で
あ
り
、
　
「
生
活
習
慣
は
社
会

的
に
上
位
の
も
の
か
ら
下
位
の
も
の
へ
伝
播
し
て

ゆ
く
傾
向
が
あ
る
」
　
（
第
八
章
）
と
は
い
う
も
の

　
　
　
　
　
ス
ノ
パ
リ

の
、
こ
の
「
気
ど
り
」
の
洪
水
に
は
驚
か
さ
れ
る
。

バ
ッ
ク
ス
・
ブ
リ
タ
ニ
カ
を
謳
歌
す
る
国
な
ら
で

丁
は
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
三
点
鼠
に
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
『
イ
ギ
リ
ス
に
お
け

る
労
働
者
階
級
の
状
態
』
に
描
か
れ
る
一
八
四
〇

年
代
ま
で
の
イ
ギ
リ
ス
と
対
比
し
な
が
ら
、
そ
れ

以
降
、
労
働
者
の
生
活
が
混
乱
の
中
に
も
向
上
し

て
い
く
あ
り
様
が
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
に
写
し
出
さ
れ

て
お
り
、
通
説
的
に
雷
わ
れ
る
イ
ギ
リ
ス
労
働
運

動
の
改
良
主
義
化
の
社
会
的
背
景
が
紹
介
者
の
よ

う
な
イ
ギ
リ
ス
史
の
素
人
に
も
よ
く
わ
か
る
の
で

あ
る
。
例
え
ば
コ
レ
ラ
の
猛
威
も
一
八
七
〇
年
代

に
は
衛
生
改
革
に
よ
っ
て
鎮
静
化
し
、
同
じ
頃
、

労
働
者
の
家
庭
で
も
史
上
初
め
て
食
べ
物
を
選
択

で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。

　
と
こ
ろ
で
紹
介
老
が
研
究
し
て
い
る
一
九
世
紀

の
後
半
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
王
党
派
対
共
和
派
、

あ
る
い
は
教
権
主
義
対
反
教
権
主
義
の
対
抗
が
生

じ
、
尻
衆
を
ま
き
こ
ん
だ
深
い
社
会
的
対
立
に
ま

で
発
展
し
て
い
る
。
こ
の
対
立
は
第
二
帝
制
下
に

完
了
す
る
産
業
革
命
に
よ
る
社
会
生
活
の
変
化
を

背
景
に
も
っ
て
い
る
と
紹
介
者
は
考
え
て
い
る
が
、

こ
れ
に
対
し
、
本
書
を
読
む
と
一
骨
期
の
イ
ギ
リ

ス
で
は
、
同
じ
工
業
化
に
よ
る
社
会
生
活
の
激
変

は
政
治
的
・
社
会
的
対
立
を
鎮
静
化
す
る
方
向
で

作
用
し
た
と
い
う
印
象
を
う
け
る
。
英
仏
両
国
の

工
業
化
の
惹
起
す
る
変
化
へ
の
対
応
の
違
い
に
関

心
を
持
た
ざ
る
を
え
な
い
。

　
こ
の
著
作
は
、
政
治
史
的
な
見
取
り
図
を
作
成

す
る
た
め
に
も
、
ま
ず
路
地
裏
に
降
り
立
っ
て
考

え
適
し
て
み
る
重
要
性
を
教
え
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。

　
　
　
（
A
5
変
型
版
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五
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頁
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九
八
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年
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社
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生
）
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本
書
は
英
訳
に
よ
る
十
字
軍
の
史
料
撰
集
で
あ

る
。　

ま
ず
序
論
に
お
い
て
、
十
字
軍
の
定
義
、
背
景
、

歴
史
、
史
料
の
選
択
規
準
が
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の

序
論
は
興
味
深
い
。
定
義
に
関
し
て
、
聖
地
限
定

論
へ
の
反
駁
に
力
を
注
い
で
い
る
こ
と
や
、
背
景

を
殆
ど
精
神
的
椿
況
に
局
限
し
、
経
済
的
な
そ
れ

を
欠
落
さ
せ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
論
者
に
よ
っ
て

は
反
発
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
な
り
に
著

者
の
立
場
は
明
快
で
あ
り
、
こ
の
視
角
は
歴
史
を

述
べ
る
部
分
に
も
貫
か
れ
て
い
る
。
現
在
の
十
字

軍
研
究
の
成
果
は
よ
く
押
え
ら
れ
て
お
り
、
十
字

軍
に
つ
い
て
の
好
個
の
概
説
と
な
っ
て
い
る
。

　
次
い
で
、
い
く
つ
か
の
項
目
に
分
類
し
て
史
料

の
抜
粋
を
纂
集
す
る
。
以
下
、
少
し
冗
長
に
な
る

が
、
こ
の
種
の
書
物
の
紹
介
に
は
そ
れ
が
有
用
だ

と
思
わ
れ
る
故
、
収
録
さ
れ
て
い
る
史
料
を
列
挙

す
る
こ
と
に
す
る
。
但
し
、
紙
幅
の
都
合
か
ら
記

述
は
な
る
べ
く
簡
略
に
留
め
る
。

　
第
一
章
は
↓
ゲ
。
℃
目
。
鱒
。
プ
冒
α
q
o
騰
葺
。
切
財
ω
挫

9
霧
践
①
と
題
し
て
、
ク
レ
ル
モ
ン
教
会
会
議
決

議
の
内
、
十
宇
軍
士
に
対
す
る
懸
盤
の
条
項
、
ウ
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